
の石器縄文晩期

縄
文
晩
期
の
石
器

　
　
　
―
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
内
－

は
じ
め
に

橘

昌
　
　
信

　
「
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器
研
究
」
と
し
て
ヽ
こ
れ
ま
で
に
ヽ
縦
長
剥
片
ヽ
石
鈷
ヽ
石
匙
ヽ
彫
器
ヽ
折
断
剥
片
と
サ
　
　
1
0
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
―
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

イ
ド
ブ
レ
イ
ド
な
ど
、
黒
曜
石
・
サ
ヌ
カ
イ
ト
製
の
剥
片
石
器
に
つ
い
て
述
べ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
長
崎
・

佐
賀
、
そ
れ
に
福
岡
お
よ
び
熊
本
の
西
北
部
を
含
む
、
い
わ
ゆ
る
西
北
九
州
の
地
域
で
は
、
縄
文
時
代
の
中
・
後
期
を
主
体
と
す

る
時
期
に
、
「
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
剥
離
技
術
」
に
よ
る
縦
長
剥
片
と
そ
れ
を
用
い
た
剥
片
石
器
群
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
技
術
を
一
つ
の
基
礎
と
す
る
西
北
九
州
の
石
器
文
化
に
対
し
て
、
「
縦
長
剥
片
石
器
文
化
」
と
仮
称
し
て

把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
西
北
九
州
地
域
で
も
縄
文
時
代
晩
期
の
時
期
で
は
、
鈴
桶
型
縦
長
剥
片
剥
離
技
術
お
よ
び
そ
れ
を
用
い

た
石
器
群
が
認
め
ら
れ
ず
、
後
期
ま
で
の
縦
長
剥
片
石
器
文
化
と
は
一
線
を
画
す
る
様
相
が
み
う
け
ら
れ
、
そ
れ
で
い
て
晩
期
も

縄
文
時
代
に
費
遍
的
な
打
製
石
器
が
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
晩
期
の
後
半
に
は
大
陸
系
の
磨



製
石
器
を
伴
う
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
な

ど
、
西
北
九
州
の
縄
文
晩
期
は
、
石
器
の

面
に
お
い
て
も
複
雑
な
様
相
を
う
か
が
う
　
　
入

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
晩
期
の
複
雑
な
様

相
は
、
お
そ
ら
く
五
～
六
百
年
給
い
た
で

あ
ろ
う
晩
期
の
時
間
的
な
幅
お
よ
び
そ
の

変
遷
に
主
た
る
要
因
が
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
西
北
九
州
の
地
域
の

中
で
の
、
自
然
お
よ
び
人
文
地
理
的
な
要

素
も
当
然
予
想
さ
れ
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時

代
晩
期
の
主
要
な
遺
跡
に
つ
い
て
剥
片
石

器
を
中
心
に
剥
片
剥
離
技
術
や
石
器
組
成

な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
五
回
の
拙
稿
で
、
ほ

と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
西
北

九
州
で
の
縄
文
晩
期
の
石
器
を
概
観
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
（
第
１
図
）

　　　　　　　第１図　西北九州地域の縄文晩期主要遺跡

１十郎川遺跡，２広田遺跡，３長行遺跡，４有田七田前遺跡

５諸岡遺跡(Ｆ区)，６宇木汲田遺跡，７菜畑遺跡，８ケイマンゴー遺跡

９黒丸遺跡，10朝日出遺跡，11宮の本遺跡

　　　　　　　　　　　　　　　－104－



縄文晩期の石器

一
、
晩
期
の
主
要
遺
跡
出
土
の
石
器

　
１
　
十
郎
川
遺
跡
（
福
岡
市
西
区
大
字
下
山
門
）

　
遺
跡
は
早
良
平
野
西
側
の
、
博
多
湾
に
向
っ
て
北
沢
す
る
十
郎
川
に
接
し
か
低
湿
地
に
立
地
し
て
お
り
、
縄
文
晩
期
末
の
夜

臼
式
土
器
を
主
体
と
す
る
Ｂ
区
域
の
標
高
は
約
三
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
発
掘
調
査
は
昭
和
五
六
年
、
団
地
建
設
に
伴
う
事
前
調
査

と
し
て
行
な
わ
れ
た
。

　
十
郎
川
遺
跡
Ｂ
区
域
か
ら
多
量
の
土
器
と
石
器
類
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
土
器
の
大
半
は
夜
臼
式
土
器
で
占
め
ら
れ
て
お
　
　
一

り
、
ご
く
わ
ず
か
、
山
ノ
寺
式
土
器
と
板
付
Ｉ
式
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
板
付
Ｉ
式
土
器
の
出
土
量
の
割
合
は
Ｉ
・
　
　
1
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

三
％
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
石
器
類
に
つ
い
て
は
、
黒
曜
石
を
主
体
と
す
る
石
核
・
剥
片
・
砕
片
な
ど
一
万
点
に
近
い
膨
大
な
量
の
石
器
類
が

出
上
し
て
い
る
。
石
器
は
五
八
八
点
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
剥
片
石
器
は
四
四
〇
点
、
疎
核
石
器
類
は
一
四
八
点
と
な
っ
て
い
る
。

剥
片
石
器
の
中
で
、
定
型
化
さ
れ
た
石
器
は
、
石
鏃
が
も
っ
と
も
多
く
五
〇
点
で
、
次
に
、
掻
器
・
削
器
の
二
六
点
で
あ
る
。
ほ

か
に
、
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
が
一
三
点
、
石
錐
七
点
、
彫
器
四
点
と
い
う
順
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
定
型
的
な
石
器
が
剥
片
石
器
の
中

で
占
め
る
割
合
は
二
三
％
で
あ
る
。
残
り
は
、
剥
片
の
一
部
に
二
次
加
工
が
施
さ
れ
た
不
定
形
な
石
器
と
、
使
用
痕
の
あ
る
剥
片

で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
定
型
化
さ
れ
て
い
な
い
剥
片
石
器
が
い
か
に
多
い
か
が
明
ら
か
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
出
土
石
器
の
約
四

分
の
一
の
慄
核
石
器
類
は
、
磨
製
石
器
と
俸
塊
石
器
と
に
大
別
で
き
る
。
磨
製
石
器
で
は
石
斧
が
三
七
点
と
多
く
、
こ
の
中
に
は



柱
状
片
刃
石
斧
六
点
、
扁
平
片
刃
石
斧
四

点
、
の
み
状
石
斧
三
点
が
含
ま
れ
る
。
石

庖
丁
も
比
較
的
多
く
一
九
点
、
石
鏃
は
Ｉ

〇
点
出
土
し
て
い
る
。
ほ
か
に
磨
製
の
石

錐
が
四
点
と
磨
製
石
鏃
が
一
点
あ
る
。
疎

塊
石
器
で
は
、
砥
石
が
二
二
点
と
も
っ
と

も
多
く
、
次
に
二
Ｉ
点
の
敲
石
、
磨
石
一

五
点
の
順
に
な
っ
て
お
り
、
台
石
・
石
皿

は
共
に
少
な
く
そ
れ
ぞ
れ
二
点
と
一
点
で

あ
る
。
（
第
２
図
）

　
以
上
が
、
十
郎
川
遺
跡
出
土
の
石
器
の

概
略
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
縄
文
晩
期
末
の

石
器
の
中
で
、
注
目
さ
れ
る
要
素
と
し
て
、

二
つ
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ

は
、
膨
大
な
量
の
黒
曜
石
製
の
剥
片
・
砕

片
そ
れ
に
石
核
の
存
在
で
あ
り
、
同
時
に

石
器
全
体
の
中
で
約
四
分
の
三
が
剥
片
石

顎
貪
よ
レ
シ
ー
四
月

　
　
　
　
｜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
_
¥

几
芳
心
一

０　　　　　　　５
-

　　　　　第２図　十郎川遺跡出土の剥片石器〔註２より〕

Ｉ～８剥片・使用痕剥片，9～12石鏃，13 ・14 サイドブレイド

15～18掻器・削器，19 ・20 石錐，21彫器
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縄文晩期の石器

器
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
柱
状
片
刃
石
斧
や
石
庖
丁
そ
れ
に
磨
製
石
鏃
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
大
陸
系
の

磨
製
石
器
の
存
在
で
あ
る
。

　
十
郎
川
遺
跡
に
お
け
る
剥
片
石
器
の
石
材
の
九
〇
％
以
上
は
伊
万
里
市
腰
岳
産
の
黒
曜
石
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
黒

曜
石
を
用
い
て
の
剥
片
石
器
の
製
作
が
当
遺
跡
内
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
二
六
五
点
も
の
数
に
の
ぼ
る
石
核
の
出
土
、
さ
ら
に

こ
の
数
十
倍
も
の
数
の
剥
片
・
砕
片
の
存
在
が
こ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
西
北
九
州
に
お
け
る

縄
文
時
代
晩
期
の
剥
片
石
器
の
製
作
に
つ
い
て
を
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
考
え
る
。

　
石
核
　
黒
曜
石
製
の
石
核
は
二
六
五
点
出
土
し
て
お
り
、
石
核
の
大
き
さ
や
形
は
、
数
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
多
彩
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
剥
離
技
術
や
全
体
の
形
な
ど
か
ら
四
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
（
第
３
図
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
Ｉ
類
の
石
核
の
全
体
的
な
形
は
円
柱
・
円
錐
・
角
柱
・
角
錐
と
異
な
っ
て
い
る
・
石
核
の
打
面
は
角
喋
あ
る
い
は
円
啼
の
自
然
　
　
1
0
7

面
（
表
皮
）
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
剥
離
作
業
面
は
正
面
の
一
面
の
み
で
、
し
か
も
上
端
の
一
方
向
　
　

一

か
ら
の
み
剥
離
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
側
面
・
背
面
に
自
然
面
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
Ｉ
類
は
剥
離
作
業
が
進
行
す
る
に
し
た
が
っ

て
、
高
さ
・
幅
に
対
し
て
厚
さ
が
薄
く
な
っ
て
お
り
、
全
体
に
扁
平
な
形
態
に
な
る
。
剥
離
作
業
の
進
行
状
況
に
呼
応
す
る
か
の

よ
う
に
、
打
面
は
大
き
な
剥
離
面
か
ら
な
る
平
担
打
面
や
調
整
打
面
の
も
の
が
顕
著
に
な
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

　
Ｈ
類
の
石
核
は
、
高
さ
・
幅
・
厚
さ
が
ほ
ぼ
等
し
く
、
全
体
の
形
は
多
面
体
を
呈
し
て
お
り
、
剥
離
作
業
が
進
行
し
て
い
な
い

も
の
は
側
面
や
背
面
に
自
然
面
を
多
く
残
し
て
い
る
。
Ｉ
類
は
一
つ
の
打
面
が
準
備
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
Ｈ
類
は
二

回
以
上
の
打
面
転
移
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
打
面
の
転
移
は
上
面
か
ら
下
面
、
さ
ら
に
側
面
と
い
う
よ
う
な
決
っ
た
順
序
や
方
法

は
認
め
ら
れ
ず
、
原
蹄
の
形
に
左
右
さ
れ
て
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
打
面
の
多
く
も
自
然
面
を
そ
の
ま
ま
利
用



　　　　　　　　　　　　　　　__蓉む恋隻副⑩

｜

一

-

四億ｸ

こ二・

第３図　十郎川遺跡出土の石柱〔註２より〕
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縄文晩期の石器

し
て
い
る
。

　
ｍ
類
の
石
核
は
、
一
面
に
の
み
打
面
を
持
つ
単
殴
打
面
で
あ
る
点
は
Ｉ
類
と
同
様
で
あ
る
が
、
剥
離
作
業
は
正
面
か
ら
側
面
、

さ
ら
に
背
面
へ
と
打
面
の
周
囲
を
ま
わ
る
よ
う
に
進
行
す
る
。
打
面
は
自
然
打
面
と
平
担
打
面
の
二
つ
が
存
在
す
る
。

　
Ⅳ
類
の
石
核
は
、
上
下
の
両
端
に
打
面
を
有
す
る
両
設
打
面
の
石
核
で
、
剥
離
作
業
が
進
行
し
て
い
る
も
の
は
扁
平
な
形
に
な

る
。
自
然
面
を
そ
の
ま
ま
打
面
に
用
い
た
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。

　
以
上
、
四
類
に
大
別
し
た
石
核
の
大
半
は
Ｉ
・
Ｈ
類
で
占
め
ら
れ
ｍ
・
Ⅳ
類
は
少
な
く
共
に
十
数
点
で
あ
る
。
大
き
さ
で
は
最

大
高
、
最
大
幅
、
最
大
厚
の
い
ず
れ
も
、
三
セ
ン
チ
前
後
に
集
中
す
る
傾
向
が
う
か
が
え
、
ま
た
、
石
核
の
多
く
は
、
黒
曜
石
の

自
然
面
が
ど
こ
か
の
面
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
自
然
面
の
状
態
か
ら
原
石
の
大
き
さ
を
推
定
す
る
と
、
四
セ
ン
チ
を
大
き
く
超
え

る
も
の
を
ほ
と
ん
ど
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
遺
跡
に
持
ち
込
ま
れ
た
原
石
の
大
き
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
剥
片
　
次
に
、
先
に
述
べ
た
石
核
と
剥
片
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
一
端
を
、
大
き
さ
の
上
か
ら
み
る
こ
と
に
す
る
。
石
核
か
ら

剥
離
さ
れ
た
目
的
的
な
剥
片
、
す
な
わ
ち
、
剥
片
石
器
の
素
材
を
目
的
と
し
た
剥
片
な
い
し
そ
れ
自
体
を
石
器
と
し
て
用
い
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
剥
片
の
大
き
さ
ー
長
さ
と
幅
－
に
つ
い
て
は
、
使
用
痕
の
あ
る
剥
片
石
器
に
も
っ
と
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
石
器
は
二
次
加
工
が
施
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
剥
片
の
原
形
を
そ
の
ま
ま
と
ど
め
て
お
り
、
し
か
も
、
石
器
と
し
て
使
用
さ

れ
た
痕
跡
を
残
し
て
い
る
か
ら
明
ら
か
に
目
的
的
な
剥
片
で
あ
る
。
使
用
痕
の
あ
る
剥
片
の
中
か
ら
、
打
面
お
よ
び
末
端
を
残
し

て
い
る
七
二
点
の
う
ち
、
縦
長
剥
片
の
最
大
長
は
五
・
八
セ
ン
チ
、
最
大
幅
は
二
・
九
セ
ン
チ
で
あ
り
、
最
小
は
丁
四
セ
ン
チ
×

ニ
・
三
セ
ン
チ
で
あ
る
。
全
体
的
に
は
、
長
さ
二
・
五
～
三
・
五
セ
ン
チ
、
幅
は
二
・
〇
～
三
・
〇
セ
ン
チ
の
大
き
さ
に
集
中
す

る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
大
き
さ
は
、
二
次
加
工
の
あ
る
剥
片
石
器
や
掻
器
・
削
器
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
十
郎
川
遺
跡
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で
の
剥
片
石
器
の
素
材
で
あ
る
目
的
的
な
剥
片
の
平
均
的
な
大
き
さ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
全
体
的
な
形
と
し
て

は
、
長
さ
が
幅
に
対
し
て
や
や
ま
さ
る
程
度
で
、
長
さ
が
幅
の
二
倍
以
上
あ
る
縦
長
剥
片
と
は
異
な
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ず

ん
ぐ
り
し
た
形
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
石
核
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
半
の
も
の
の
高
さ
（
剥
片
の
長
さ
に
あ
た
る
）
は
三
セ
ン
チ
前
後

で
あ
り
、
さ
ら
に
自
然
面
の
状
況
か
ら
原
石
の
大
き
さ
が
四
セ
ン
チ
前
後
に
な
る
こ
と
か
ら
、
剥
片
石
器
の
素
材
と
な
っ
た
目
的

的
な
剥
片
の
長
さ
を
得
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
石
核
の
高
さ
と
剥
片
の
長
さ
は
ほ
ぽ
一
致
す
る
と
み
な
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、

幅
に
つ
い
て
は
、
剥
片
石
器
の
幅
は
二
・
〇
～
三
・
〇
セ
ン
チ
あ
る
の
に
対
し
て
、
石
核
の
最
終
剥
離
面
に
残
さ
れ
て
い
る
剥
片

の
剥
離
面
の
幅
は
Ｉ
・
〇
セ
ン
チ
前
後
の
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
剥
片
の
幅
と
の
開
き
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
差
に
つ

い
て
は
、
限
ら
れ
た
大
き
さ
の
原
石
か
ら
単
設
打
面
・
両
殴
打
面
、
打
面
転
移
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
剥
離

作
業
を
行
な
い
、
剥
離
さ
れ
た
剥
片
の
中
か
ら
適
当
な
大
き
さ
の
も
の
を
選
択
し
て
剥
片
石
器
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ

れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
十
郎
川
遺
跡
で
の
剥
片
剥
離
技
術
は
、
西
北
九
州
に
お
い
て
縄
文
後
期
を
中
心
に
展
開
す
る
鈴
桶
型
剥
片
剥
離
技
術
を
基
本
と

す
る
縦
長
剥
片
石
器
の
文
化
の
そ
れ
と
は
大
き
な
違
い
が
み
い
出
せ
る
。
後
期
の
剥
片
剥
離
技
術
に
比
較
し
て
、
非
能
率
的
と
も

思
え
る
剥
片
剥
離
技
術
し
か
持
ち
え
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
い
て
、
晩
期
終
末
ま
で
縄
文
時
代
に
普
遍
的
な
打
製

の
剥
片
石
器
の
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト
が
高
い
の
で
あ
る
。

　
大
陸
系
磨
製
石
器
　
十
郎
川
遺
跡
で
は
、
先
に
述
べ
た
剥
片
石
器
と
共
に
大
陸
系
の
磨
製
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
（
第
４
図
）

こ
れ
ら
の
磨
製
石
斧
は
縄
文
時
代
に
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
大
陸
か
ら
の
影
響
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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縄文晩期の石器

　
石
庖
丁
は
末
製
品
・
破
損
品
を
含
め
て
一
九
点
あ
り
、
形
態
は
外
湾
刃
の
半
月
形
あ
る
い
は
逆
三
角
形
を
し
て
お
り
、
石
庖
丁

で
の
古
い
タ
イ
プ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
石
鎌
は
Ｉ
〇
点
出
土
し
て
お
り
、
刃
部
が
直
線
的
な
も
の
と
、
わ
ず
か
に
内
湾

し
た
も
の
と
が
あ
り
、
加
工
は
研
磨
に
よ
る
仕
上
げ
を
し
た
も
の
と
、
研
磨
の
後
に
小
さ
な
調
整
剥
離
を
施
し
た
も
の
が
あ
る
。

石
材
は
石
庖
丁
と
同
様
に
頁
岩
質
砂
岩
と
頁
岩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
石
斧
で
は
、
姶
刃
石
斧
が
あ
り
、
こ
れ
は
長
さ
が
一
五
セ

ン
チ
前
後
、
幅
が
八
セ
ン
チ
、
厚
さ
が
三
～
四
セ
ン
チ
の
比
較
的
大
形
の
も
の
と
、
長
さ
約
一
〇
セ
ン
チ
、
幅
が
約
四
セ
ン
チ
、

厚
さ
が
ニ
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
形
の
も
の
と
が
あ
る
。
石
材
は
砂
岩
質
の
堆
積
岩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
石
庖
丁
や
姶
刃

石
斧
は
い
ず
れ
も
唐
津
市
の
菜
畑
遺
跡
や
板
付
遺
跡
な
ど
で
出
土
し
て
い
る
も
の
に
類
似
し
て
お
り
、
縄
文
晩
期
終
末
あ
る
い
は

弥
生
時
代
前
期
初
頭
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
ほ
か
、
方
柱
状
を
し
た
扶
入
部
を
も
つ
片
刃
石
斧
や
扁
平
　
　
一

片
刃
石
斧
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
縄
文
時
代
の
石
器
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
石
庖
丁
の
穿
孔
具
と
　
　
ｍ

考
え
ら
れ
る
磨
製
の
石
鏃
は
、
当
遺
跡
出
土
の
石
庖
丁
に
み
ら
れ
る
穿
孔
の
大
き
さ
と
符
合
し
て
い
る
。
磨
製
石
鏃
は
三
点
出
土
　
　
一

し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
欠
損
し
て
い
る
が
、
長
さ
に
対
し
て
幅
が
狭
く
細
長
い
形
態
を
呈
す
る
。
身
部
中
央
に
明
瞭
な
鎬
が
あ
り
、

横
断
面
は
菱
形
を
し
て
い
る
。
十
郎
川
遺
跡
で
は
こ
れ
ら
の
磨
製
石
器
と
共
に
、
二
二
点
の
砥
石
が
出
土
し
て
お
り
、
末
製
品
の

磨
製
石
器
の
存
在
と
考
え
合
わ
せ
、
当
地
で
、
磨
製
石
器
の
製
作
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
十
郎
川
遺
跡
は
夜
臼
式
土
器
を
主
体
す
る
時
期
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
う
り
で
あ
る
が
、
全
体
の
土
器
の
う
ち
、

一
・
三
％
の
板
付
Ｉ
式
土
器
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
大
陸
系
の
磨
製
石
斧
の
時
期
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
夜

臼
式
土
器
に
板
付
Ｉ
式
土
器
が
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
共
伴
す
る
時
期
に
伴
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
夜
臼
式
土
器
の
単
純
な
時
期
に

す
で
に
製
作
・
使
用
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
早
良
平
野
の
北
西
に
位
置
す
る
晩
期
の
遺
跡
で
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
大



瓜
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縄文晩期の石器

陸
系
の
磨
製
石
器
の
製
作
や
使
用
が
は
じ
ま
っ
た
の
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　
西
北
九
州
地
域
で
の
晩
期
の
遺
跡
で
、
剥
片
石
器
お
よ
び
剥
片
剥
離
技
術
に
つ
い
て
の
好
資
料
が
得
ら
れ
て
い
る
遺
跡
や
、
比

較
的
ま
と
ま
っ
た
石
器
が
出
土
し
て
い
る
遺
跡
に
つ
い
て
、
以
下
、
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
２
　
広
田
遺
跡
（
福
岡
県
糸
島
郡
二
丈
町
大
字
吉
井
）

　
十
郎
川
遺
跡
の
西
、
福
岡
市
と
唐
津
市
の
ほ
ぽ
中
間
に
位
置
し
、
福
吉
川
と
そ
の
支
流
東
川
に
挟
ま
れ
た
、
標
高
約
十
一
メ
ー

ト
ル
の
丘
陵
福
部
に
立
地
し
て
い
る
当
遺
跡
で
は
、
磨
消
縄
文
の
土
器
か
ら
刻
み
目
突
帯
文
の
土
器
ま
で
出
土
し
て
い
る
が
、
そ

の
主
体
は
後
期
末
葉
か
ら
晩
期
前
葉
の
粗
製
深
鉢
形
土
器
と
精
製
の
鉢
形
・
浅
鉢
形
土
器
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
広
田
遺
跡
は
西
　
　
　
一

北
九
州
地
域
、
特
に
玄
海
灘
に
面
し
た
地
域
で
の
縄
文
時
代
後
期
末
お
よ
び
晩
期
初
頭
の
時
期
の
代
表
的
な
遺
跡
と
み
な
す
こ
と
　
　
ｍ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

が
で
き
る
。
多
量
の
土
器
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
石
器
も
興
味
深
い
も
の
が
数
多
く
出
土
し
て
い
る
。
（
第
５
図
）

　
ま
ず
、
も
っ
と
も
目
を
ひ
く
も
の
が
、
一
六
一
点
の
打
製
石
斧
で
あ
る
。
こ
の
打
製
石
斧
の
う
ち
、
約
三
分
の
二
は
、
厚
さ
が

ニ
セ
ン
チ
以
下
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
扁
平
打
製
石
斧
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
短
冊
形
や
撥
形
を
基
本
形
と
し
て
い
る
。
磨
製
石

斧
は
四
三
点
あ
り
、
乳
棒
状
・
短
冊
状
を
呈
す
る
も
の
が
顕
著
で
、
し
か
も
、
石
斧
の
一
部
に
剥
離
面
や
敲
打
面
を
残
し
て
い
る
。

外
に
、
磨
石
が
二
〇
点
、
石
皿
が
Ｔ
二
点
、
砥
石
一
四
点
、
そ
れ
に
倅
石
鎚
二
一
点
、
有
溝
石
鎚
一
点
が
出
土
し
て
い
る
。
い
っ

ぽ
う
、
剥
片
石
器
で
は
、
石
鏃
が
も
っ
と
も
多
く
一
一
一
点
、
つ
い
で
、
九
九
点
の
削
器
・
掻
器
が
あ
る
。
こ
の
削
器
・
掻
器
の

内
に
は
、
石
庖
丁
形
石
器
あ
る
い
は
石
鎌
形
石
器
と
判
断
で
き
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
端
に
つ
ま
み
を
有
す
る
、

縦
形
と
横
形
の
石
匙
が
三
点
出
土
し
て
い
る
。
石
刃
は
五
四
点
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
内
に
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
と
考
え
ら
れ
る
も



大

乙9

衡
慰

翁
唇

庶
朧
悶

瓜
圖
べ

恚
齢
－
1
1

Ａ
鴎
吊
　
恚
認
％

言
尚
之

の
肩
肘

　
￥
‐
７
７
‐
４
＿
２
Ｚ
Ｘ
．
ｙ
９

の
圖
リ
ノ

汽
㈲
回
爪

八
け
営

こ
０織

二

０
白

⑩

Cm
０　　　　　　　５
-

ぐ言芦ﾐ0

『
　
　
　
　
　
　
　
０

｀
　
　
　
ｉ
　
　
　
り
４

―

ド
�

　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
ｑ
）
　
　

白

ｉ
ｌ

几
い
】
　　　　　第５図　広田遺跡出土の石器〔註３より〕

４使用痕剥片，５つまみ形石器，6～13石鏃，14サイドブレイド，１～

15・16 石匙，17 ・18 石核，19・20扁平打製石斧，21・22石庖丁形石器，

23～26磨製石斧

114



一 一 一 一

- 一 一

縄文晩期の石器

の
が
二
〇
点
あ
る
ほ
か
、
二
次
加
工
の
あ
る
剥
片
や
使
用
痕
の
あ
る
剥
片
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
石
刃
と
し
て
分
類
さ
れ
た
石
器
は
、
鈴
桶
型
剥
片
剥
離
技
術
に
よ
る
も
の
と
判
断
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
石
刃
の
大
き

さ
（
長
さ
幅
）
、
打
面
部
の
あ
り
方
、
剥
離
方
向
な
ど
に
そ
の
特
徴
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
み
形
石
器
・
石
鎚
の
素
材

に
も
同
様
な
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
石
核
は
一
五
点
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
石
核
の
特
徴
は
、
先
の
石
刃
（
縦
長
剥
片
）
に
み
ら

れ
る
特
徴
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
「
鈴
桶
型
石
核
１

‐
‐
も
出
土
し
て
い
な
い
。
石
刃
お
よ
び
石
鎚
・
つ
ま
み
形
石
器
の
素
材
で
あ
る
黒

曜
石
製
の
縦
長
剥
片
は
、
何
ら
か
の
方
法
で
搬
入
さ
れ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
縄
文
後
期
末
な
い
し
晩
期
初
頭
と
考
え
ら
れ
る
広
田
遺
跡
出
土
の
石
器
で
は
、
扁
平
打
製
石
斧
を
含
む
大
量
の
打
製
石
斧
の
存

在
、
そ
れ
に
削
器
・
掻
器
の
中
に
石
庖
丁
形
石
器
・
石
鎌
形
石
器
が
認
ら
れ
る
こ
と
に
一
つ
の
特
徴
が
見
い
出
せ
よ
う
。
そ
れ
と

共
に
鈴
桶
型
剥
片
剥
離
技
術
に
よ
る
と
判
断
で
き
る
縦
長
剥
片
お
よ
び
そ
れ
を
素
材
に
用
い
た
石
器
―
剥
片
鏃
・
石
刃
・
石
鎚
・

つ
ま
み
形
石
器
・
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
な
ど
ー
が
、
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
与
い
す
る
。
十
郎
川
遺
跡
の
晩
期
終

末
で
は
、
鈴
桶
型
の
剥
片
剥
離
技
術
が
ま
っ
た
く
消
失
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
後
期
末
あ
る
い
は
晩
期
初
頭
の
時
期
に
は
ま
だ

存
在
す
る
こ
と
が
、
広
田
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
、
当
遺
跡
で
は
、
石
棒
・
石
刀
・
御
物
石
器
・
十
字
型

石
器
な
ど
の
石
製
品
が
二
五
点
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
重
視
さ
れ
よ
う
。

　
３
　
長
行
遺
跡
（
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
大
字
良
行
）

　
長
行
遺
跡
は
、
北
九
州
市
の
ほ
ぽ
中
央
を
北
沢
す
る
紫
川
中
流
域
の
低
台
地
と
独
立
丘
陵
に
挟
ま
れ
た
標
高
約
三
〇
メ
ー
ト
ル

の
低
地
に
立
地
し
て
い
る
縄
文
晩
期
の
遺
跡
で
あ
る
。
当
遺
跡
で
は
、
多
量
の
土
器
・
石
器
と
共
に
、
三
六
基
も
の
土
壌
が
発
見
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さ
れ
て
お
り
、
堅
果
類
な
ど
の
貯
蔵
用
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
時
期
に
つ
い
て
は
、
土
器
の
特
徴
お
よ
び
器
種
構
成
な
ど
か
ら
晩

期
前
半
お
わ
り
の
突
帯
文
が
出
現
す
る
こ
ろ
を
想
定
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
時
間
的
に
多
少
の
幅
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
大
ま
か
に
晩
期
の
中
頃
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
当
遺
跡
か
ら
一
一
五
点
の
石
器
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
約
六
〇
％
が
扁
平
打
製
石
斧
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

扁
平
打
製
石
斧
以
外
の
磨
製
お
よ
び
打
製
の
石
斧
は
一
五
点
で
あ
る
。
剥
片
石
器
が
一
七
点
あ
り
、
そ
れ
ら
は
削
器
・
石
庖
丁
形

石
器
と
判
断
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
外
に
、
磨
石
五
点
、
石
皿
・
砥
石
が
各
二
点
、
敲
石
・
凹
石
が
各
一
点
で
あ
り
、
石
鏃
は
わ

ず
か
三
点
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
で
の
石
器
の
特
徴
と
し
て
は
、
扁
平
打
製
石
斧
の
ウ
ェ
イ
ト
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
と
、
そ
の
反

面
、
剥
片
石
器
、
特
に
黒
曜
石
製
の
石
器
が
皆
無
に
近
い
こ
と
、
さ
為
に
剥
片
類
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
指
適
で

き
よ
う
。
（
第
６
図
）

　
４
　
有
田
七
田
前
遺
跡
（
福
岡
市
早
良
区
大
字
有
田
）

　
当
遺
跡
は
室
見
川
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
早
良
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
標
高
は
七
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
多
量
の
土
器

が
出
土
し
て
お
り
、
夜
臼
式
土
器
を
主
体
と
す
る
晩
期
末
の
時
期
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。

　
石
器
類
で
は
剥
片
・
砕
片
・
石
核
な
ど
を
の
ぞ
い
た
石
器
は
八
六
点
出
土
し
て
い
る
。
石
鏃
が
も
っ
と
多
く
末
製
品
を
含
め
て

三
八
点
あ
り
、
出
土
石
器
の
四
四
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
石
鏃
の
う
ち
、
一
点
が
磨
製
石
鏃
で
あ
り
、
外
は
い
ず
れ
も
打
製
石

鏃
で
、
し
か
も
二
点
以
外
は
黒
曜
石
製
で
あ
る
。
石
斧
は
二
四
点
と
次
に
多
く
、
し
か
も
そ
の
種
類
は
多
彩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

磨
製
の
蛤
刃
石
斧
一
五
点
、
扁
平
片
刃
石
斧
三
点
、
柱
状
片
刃
石
斧
三
点
、
扶
入
片
刃
石
斧
一
点
、
そ
れ
に
打
製
石
斧
二
点
で
あ
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9～11石鏃，12削器
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縄文晩期の石器

る
。
さ
ら
に
、
砥
石
六
点
と
石
鎚
五
点
と
続
い
て
お
り
、
外
に
Ｔ
よ
二
点
出
土
し
て
い
る
石
器
と
し
て
、
石
庖
丁
・
打
製
石
鎌
・

磨
製
石
剣
・
石
槍
・
石
錐
・
石
匙
も
し
く
は
掻
器
・
磨
石
・
疎
器
と
そ
の
種
類
は
豊
富
で
あ
る
。
（
第
７
図
）

　
早
良
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
晩
期
末
の
有
田
七
田
前
遺
跡
の
石
器
の
特
徴
と
し
て
は
、
縄
文
時
代
に
普
遍
的
に
存
在
す

る
各
種
の
剥
片
素
材
の
打
製
石
器
と
共
に
、
大
陸
系
の
石
器
と
さ
れ
る
磨
製
石
鏃
・
石
剣
・
石
庖
丁
・
扁
平
片
刃
石
斧
・
柱
状
片

刃
石
斧
・
扶
入
石
斧
な
ど
が
、
点
数
は
少
な
い
が
共
伴
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
長
行
遺
跡
で
多
量
に
出
土
し
て
い
た
扁
平
打
製

石
斧
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
剥
片
や
砕
片
も
出
土
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
報
告
書
か
ら
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ま
っ
た

く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
５
　
諸
岡
遺
跡
Ｆ
区
（
福
岡
市
博
多
区
大
字
諸
岡
）

　
板
付
遺
跡
に
隣
接
す
る
福
岡
平
野
の
当
遺
跡
で
、
夜
臼
式
土
器
を
単
純
に
出
土
す
る
包
含
層
が
認
め
ら
れ
、
夜
臼
式
土
器
と
共

に
石
器
類
が
出
土
し
て
い
る
。

　
剥
片
石
器
で
は
、
石
鏃
・
尖
頭
状
石
器
（
槍
先
形
尖
頭
器
）
・
掻
器
・
削
器
、
そ
れ
に
使
用
痕
の
あ
る
剥
片
な
ど
が
あ
る
。
疎
核
石

器
で
は
扁
平
片
刃
石
斧
・
磨
製
石
斧
・
砥
石
な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
ほ
か
に
黒
曜
石
製
の
石
核
六
点
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の

石
器
類
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
少
な
い
が
、
福
岡
平
野
の
縄
文
晩
期
終
末
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　
当
遺
跡
出
土
の
石
器
か
ら
福
岡
平
野
の
縄
文
時
代
晩
期
終
末
の
時
期
に
お
い
て
、
縄
文
時
代
に
費
遍
的
に
存
在
し
た
剥
片
石
器

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
第
８
図
）
こ
れ
ら
の
剥
片
石
器
の
素
材
に
つ
い
て
は
、
使
用
痕
の

あ
る
剥
片
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
不
定
形
な
剥
片
で
、
し
か
も
ど
こ
か
に
自
然
面
を
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
自
然
面
の
状
況
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縄文晩期の石器

か
ら
長
さ
は
せ
い
ぜ
い
四
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
剥
片
の
形
・
大
き
さ
、
さ
ら
に
大
剥
離
面
な
と
が
ら
判
断
し
て
、
西
北

九
州
の
縄
文
後
期
に
盛
行
す
る
縦
長
剥
片
の
剥
離
技
術
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
、
当
遺
跡
出
土
の
六
点
の
石
核

は
い
ず
れ
も
四
セ
ン
チ
に
満
た
な
い
小
形
で
、
石
核
の
形
態
お
よ
び
剥
離
技
術
は
十
郎
川
遺
跡
で
の
Ｉ
類
・
Ｈ
類
に
類
似
す
る
も

の
で
あ
る
。
目
的
的
剥
片
は
、
こ
の
石
核
か
ら
剥
離
さ
れ
た
た
く
さ
ん
の
剥
片
の
中
か
ら
、
適
当
な
大
き
さ
の
も
の
が
選
択
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
遺
跡
か
ら
一
点
で
し
か
も
欠
損
品
で
あ
る
が
、
扁
平
片
刃
石
斧
が
出
土
し
て
い
る
。
頁
岩
製
で
、
刃

部
お
よ
び
器
面
は
入
念
に
研
磨
さ
れ
て
い
る
。
刃
部
は
片
刃
で
、
平
面
形
は
直
線
で
な
く
や
や
丸
味
を
お
び
て
い
る
。
こ
の
欠
損

品
の
み
で
、
大
陸
系
の
磨
製
石
器
と
断
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
可
能
性
は
充
分
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
夜
臼
式
土
器

の
単
純
な
時
期
で
の
大
陸
系
磨
製
石
器
の
存
在
を
示
唆
す
る
資
料
と
考
え
て
お
き
た
い
。
い
っ
ぼ
う
、
当
遺
跡
か
ら
は
、
十
郎
川

遺
跡
・
有
田
七
田
前
遺
跡
と
同
様
に
、
扁
平
打
製
石
斧
が
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
も
一
つ
の
問
題
点
と
さ
れ
よ
う
。

　
６
　
宇
木
汲
田
遺
跡
（
佐
賀
県
唐
津
市
大
字
宇
木
）

　
福
岡
平
野
か
ら
西
に
眼
を
移
し
た
時
、
唐
津
平
野
に
縄
文
晩
期
の
重
要
な
遺
跡
が
二
つ
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
の
宇
木
汲
田
遺

跡
は
、
唐
津
平
野
の
南
の
奥
に
位
置
し
、
夕
日
山
の
北
来
館
と
そ
の
来
を
流
れ
る
宇
本
川
に
は
さ
ま
れ
た
標
高
六
メ
ー
ト
ル
の
水

田
に
立
地
し
、
貝
塚
を
伴
な
っ
て
い
る
。
当
遺
跡
で
は
弥
生
時
代
中
期
か
ら
縄
文
晩
期
終
末
ま
で
の
生
活
が
営
な
ま
れ
て
い
る
が
、

調
査
区
の
Ｇ
～
Ｋ
－
６
区
、
１
１
５
区
の
黒
褐
色
上
層
下
半
部
と
、
Ｅ
～
Ｈ
－
３
～
５
区
の
黒
褐
色
粘
質
土
層
か
ら
は
、
夜
臼
式

土
器
が
単
純
に
出
土
し
、
こ
れ
ら
の
土
器
と
共
に
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
（
第
９
図
）

　
石
器
の
種
類
と
数
は
、
石
鏃
が
六
点
、
そ
の
う
ち
一
点
は
磨
製
石
鏃
で
あ
る
。
掻
器
・
削
器
が
Ｔ
几
点
、
石
組
が
一
点
、
石
斧
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　　　　　第９図　宇土汲田遺跡出土の石器〔註７より〕

磨製石鏃，２削器，３・４掻器，５・６石核
Ｉ

が
四
点
、
磨
石
・
敲
石
・
凹
石
が
ハ
点
、
砥
石
と

石
皿
が
各
二
点
、
そ
れ
に
剥
片
が
一
四
三
点
、
石

核
が
三
八
点
と
な
っ
て
い
る
。
石
器
の
そ
れ
ぞ
れ

の
数
は
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
縄
文
時
代
の
伝

統
を
有
す
る
石
器
類
が
主
体
を
占
め
て
い
る
こ
と

は
明
確
で
あ
る
。
ま
た
剥
片
石
器
の
素
材
と
な
り

得
る
剥
片
や
そ
れ
を
剥
離
し
た
石
核
の
存
在
も
こ

の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
　
　
一

に
当
貝
塚
の
夜
臼
式
土
器
に
伴
な
っ
て
い
る
多
量
　
　
1
2
2

の
石
核
や
剥
片
に
つ
い
て
の
実
体
を
充
分
に
知
る
　
　
一

こ
と
が
で
き
な
い
。
示
さ
れ
た
一
部
の
資
料
に
よ

る
限
り
、
剥
片
は
不
定
形
で
小
形
の
も
の
の
よ
う

で
あ
り
、
鈴
桶
型
の
剥
片
剥
離
技
術
は
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
石
核
に
つ
い
て
も
、
十

郎
川
遺
跡
出
土
の
石
核
と
類
似
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
剥
片
の
剥
離
技
術
は
特
に

整
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム



縄文晩期の石器

に
剥
離
し
た
多
く
の
剥
片
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
選
択
し
て
用
い
て
い
た
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
縄
文
時
代
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
石
器
と
し
て
、
磨
製
石
鏃
一
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
頁
岩
製
の
有
茎
磨
製
石
鏃
で
、

茎
は
扁
平
で
や
や
長
く
、
身
は
整
っ
た
菱
形
を
呈
し
、
執
は
す
る
ど
く
発
達
し
て
い
る
。
長
さ
は
四
・
五
セ
ン
チ
、
幅
∵
六
セ

ン
チ
、
厚
さ
は
〇
・
七
セ
ン
チ
と
い
う
大
き
さ
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
大
陸
系
の
磨
製
石
器
で
あ
り
、
夜
臼
式
土
器
に
伴
う

二
粒
の
コ
メ
や
夜
臼
式
土
器
底
部
の
籾
の
圧
痕
と
共
に
、
縄
文
時
代
晩
期
の
夜
臼
式
土
器
の
時
期
に
大
陸
か
ら
新
ら
し
い
文
化
が

入
っ
て
き
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
唐
津
平
野
で
は
晩
期
終
末
の
夜
臼
式
土
器
の
時
期
に
は
大
陸
系
の
磨
製
石
器
が

出
現
し
、
い
っ
ぽ
う
、
縄
文
文
化
の
伝
統
を
も
つ
石
器
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
扁
平
打
製
石
斧
は
出
土
し
て
い
な
い
。

　
７
　
菜
畑
遺
跡
（
佐
賀
県
唐
津
市
菜
畑
）

　
宇
木
汲
田
貝
塚
の
北
西
約
六
キ
ロ
、
松
浦
杵
島
山
地
北
端
の
丘
陵
先
端
と
小
さ
な
谷
に
菜
畑
遺
跡
は
占
地
し
て
い
る
。
当
遺
跡

で
は
、
縄
文
晩
期
後
半
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
、
各
種
の
遺
構
や
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
全
国
的
に
み
て
も
、
こ
の
時
期
の

屈
指
の
遺
跡
で
あ
る
。
晩
期
の
土
器
に
つ
い
て
は
、
晩
期
中
ご
ろ
・
後
半
・
終
末
そ
れ
に
晩
期
末
～
弥
生
初
頭
と
層
位
的
に
細
分

し
て
い
る
。
石
器
に
つ
い
て
は
、
大
陸
系
の
磨
製
石
器
と
縄
文
系
の
石
器
に
大
別
し
、
さ
ら
に
晩
期
後
半
と
終
末
と
に
分
類
し
て

い
る
。
以
下
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
石
器
の
種
類
を
あ
げ
て
み
る
。

　
晩
期
後
半
の
大
陸
系
磨
製
石
器
と
し
て
は
、
石
庖
丁
・
蛤
刃
石
斧
・
扁
平
片
刃
石
斧
・
磨
製
石
鏃
が
あ
り
、
終
末
の
時
期
で
は
、

先
に
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
扶
入
石
斧
・
石
ノ
｀
こ
一
有
柄
式
石
剣
が
加
わ
る
。
姶
刃
石
斧
・
石
庖
丁
を
の
ぞ
く
と
他
は
い
ず
れ
も
Ｉ

～
二
点
と
い
う
数
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
縄
文
系
の
晩
期
後
半
の
石
器
は
多
彩
で
、
磨
製
石
斧
・
石
匙
・
掻
器
・
削
器
・
石
鏃
・
石
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剥
片
石
器
で
は
石
鏃
が
も
っ
と
も
多
く
八
二
点
あ
り
、
ほ
か
に
、
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
・
石
鋸
・
掻
器
・
削
器
・
彫
器
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
定
型
的
な
剥
片
石
器
と
は
別
に
、
剥
片
の
一
部
に
二
次
加
工
の
あ
る
も
の
や
、
使
用
談
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
観

察
さ
れ
る
石
器
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
剥
片
石
器
の
大
半
は
黒
曜
石
製
で
あ
る
。
い
っ
ぼ
う
、
俸
核
石
器
類
で
は
扁
平
打
製
石
斧
の

出
土
が
顕
著
で
、
石
器
の
出
土
数
の
約
フ
ハ
％
を
占
め
て
い
る
。
ほ
か
に
は
、
磨
製
石
斧
こ
販
石
・
岩
石
・
砥
石
な
ど
が
出
土
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
石
器
の
内
容
を
十
郎
川
遺
跡
と
比
較
す
る
と
、
十
郎
川
遺
跡
で
は
、
明
確
な
も
の
が
知
ら
れ
て
い
な
い
扁
平

打
製
石
斧
が
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
で
存
在
し
、
し
か
も
、
石
鏃
に
次
ぐ
数
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー

遺
跡
で
は
大
陸
系
の
磨
製
石
器
が
Ｉ
点
も
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
器
の
相
違
は
十
郎
川
遺
跡
の
時
期
よ
り
若
干
先

行
す
る
と
い
う
時
期
的
な
差
に
そ
の
要
因
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
地
理
的
な
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
晩
期
の
剥
片
剥
離
技
術
を
示
す
資
料
と
し
て
ヽ
石
核
コ
ハ
点
と
、
二
次
加
工
・
使
用
談
剥
片
を
含
む
剥
片
二
Ｉ
ニ
点
が
あ
る
・
　
　
1
2
8

石
核
は
一
六
占
あ
り
、
形
態
や
剥
離
作
業
面
の
あ
り
方
な
ど
、
十
郎
川
遺
跡
で
の
石
核
の
分
類
に
し
た
が
う
と
、
三
つ
に
大
別
で
　
　
「

き
そ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
、
打
開
が
石
核
の
一
端
に
一
つ
準
備
さ
れ
、
前
面
か
ら
背
面
に
向
っ
て
剥
離
作
業
が
進
行
す
る
も
の
で
、

最
終
的
に
背
面
に
自
然
開
を
残
す
も
の
で
あ
り
、
十
郎
川
遺
跡
で
の
Ｉ
類
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
剥
離
作
業
が
あ
ま
り
進
ん

で
な
い
も
の
で
は
柱
状
に
な
り
、
進
ん
だ
段
階
で
は
扁
平
な
形
を
と
る
。
次
は
、
打
開
転
位
を
行
な
い
な
が
ら
剥
片
剥
離
作
業
を

進
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
十
郎
川
遺
跡
の
Ｈ
類
が
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
打
面
は
転
移
が
行
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
平
担
打
開

や
自
然
打
面
と
な
る
。
最
後
は
、
剥
片
の
剥
離
作
業
が
石
核
の
ほ
ぼ
全
面
に
お
よ
ぶ
も
の
で
あ
り
、
十
郎
川
遺
跡
の
ｍ
類
と
共
通

す
る
。
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
出
土
の
石
核
は
す
べ
て
で
｛
六
点
と
、
十
郎
川
遺
跡
の
Ｉ
割
に
み
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
剥
片
の
剥

離
技
術
に
つ
い
て
は
よ
く
符
合
し
て
い
る
。
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当
遺
跡
の
剥
片
に
つ
い
て
は
、
そ
の
長
さ
は
ニ
セ
ン
チ
か
ら
三
セ
ン
チ
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
り
、
大
半
は
四
セ
ン
チ
内
に
お

さ
ま
っ
て
し
ま
う
。
長
さ
に
対
し
て
幅
は
ニ
セ
ン
チ
前
後
に
ピ
ー
ク
が
み
ら
れ
、
一
セ
ン
チ
か
ら
三
セ
ン
チ
内
に
ほ
と
ん
ど
含
ま

れ
る
。
縦
の
長
さ
が
横
の
長
さ
よ
り
わ
ず
か
に
ま
さ
る
も
の
で
、
後
期
の
縦
長
剥
片
に
比
べ
、
全
体
に
ず
ん
ぐ
り
し
た
形
を
し
て

お
り
、
十
郎
川
遺
跡
の
剥
片
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
出
土
の
剥
片
の
大
半
は
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
先
に

述
べ
た
石
核
か
ら
剥
離
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
石
核
や
剥
片
の
自
然
面
の
付
着
の
状
況
か
ら
し
て
、
目
的
的
な
剥
片
の
大

部
分
は
石
核
か
ら
剥
離
さ
れ
た
剥
片
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
い
（
長
ぃ
）
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
剥
片
の
主
要
剥
離
面
の
幅
と
、

石
棺
に
残
さ
れ
た
最
終
剥
離
面
の
幅
と
を
比
較
し
た
時
、
後
者
の
方
が
は
る
か
に
幅
が
狭
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
で
の
剥
片
石
器
・
剥
片
と
剥
片
剥
離
作
業
の
関
連
は
、
限
ら
れ
た
大
き
さ
の
原
石
か
ら
、
少
な
く
と
も
三
つ

の
方
法
に
よ
っ
て
剥
離
し
た
剥
片
の
中
か
ら
、
適
当
な
大
き
さ
の
も
の
を
素
材
と
し
て
選
択
し
て
用
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

-129

’
っ
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
十
郎
川
遺
跡
と
共
通
す
る
あ
り
方
で
あ
り
、
同
時
に
、
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
晩
期
の
一
般
　
　
一

的
な
傾
向
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
９
　
黒
丸
遺
跡
（
長
崎
県
大
村
市
黒
丸
町
）

　
多
良
岳
に
源
を
発
し
、
大
村
湾
へ
と
注
い
で
い
る
郡
川
の
南
岸
、
標
高
二
～
七
メ
ー
ト
ル
の
肥
沃
な
水
田
地
帯
に
当
遺
跡
が
立

地
し
て
い
る
。
黒
丸
遺
跡
出
土
の
土
器
は
、
粗
製
土
器
と
精
製
研
磨
土
器
と
に
大
別
で
き
、
組
職
長
土
器
が
若
干
み
ら
れ
る
。
時

期
的
に
は
晩
期
の
後
半
で
あ
り
、
先
の
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
と
ほ
ぼ
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
石
器
で
は
打
製
石
斧
と
共
に
黒
曜

石
製
の
石
核
・
剥
片
・
砕
片
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
調
査
区
に
よ
っ
て
は
出
土
石
器
の
時
期
が
不
明
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
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る
が
、
大
半
は
晩
期
の
後
半
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
石
器
の
種
類
で
は
、
剥
片
石
器
は
石
鏃
・
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
・
掻
器
・
削
器
・
石
組
な
ど
、
そ
れ
に
石
核
、
剥
片
・
砕
片
が
あ

る
。
い
っ
ぽ
う
疎
核
石
器
は
扁
平
打
製
石
斧
を
は
じ
め
、
磨
製
石
斧
・
疎
器
・
敲
石
・
磨
石
・
砥
石
な
ど
で
あ
る
。
（
第
1
3
図
）
当

遺
跡
の
石
器
の
特
徴
と
し
て
は
、
石
核
・
剥
片
・
砕
片
な
ど
の
多
量
の
出
土
と
扁
平
打
製
石
斧
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
大
陸
系
の
磨

製
石
器
は
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
と
同
様
に
一
点
も
出
土
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
当
遺
跡
の
剥
片
剥
離
技
術
に
つ
い
て
を
石
核
と

剥
片
か
ら
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
石
核
は
二
六
点
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
二
点
は
黒
曜
石
製
で
あ
る
。
黒
曜
石
の
石
核
は
三
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
形
な
も
の
で
、
い
ず

れ
も
ど
こ
か
の
部
分
に
自
然
面
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
が
、
形
態
と
剥
離
方
法
か
ら
三
大
別
で
き
そ
う
で
あ
る
。
　
　
一

石
核
の
一
端
に
一
つ
の
打
面
が
準
備
さ
れ
ヽ
剥
離
作
業
は
一
定
方
向
で
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
ヽ
Ｉ
類
の
細
石
核
に
相
当
し
よ
　
　
1
3
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

う
。
打
面
を
転
移
さ
せ
な
が
ら
多
方
向
よ
り
剥
離
が
行
な
わ
れ
る
第
Ｈ
類
の
石
核
が
あ
り
、
量
的
に
は
も
っ
と
も
多
い
。
さ
ら
に

当
遺
跡
で
は
亀
の
甲
状
に
表
裏
か
ら
剥
片
剥
離
を
行
な
う
石
核
が
あ
る
。
剥
片
剥
離
の
方
法
と
し
て
は
打
面
転
移
を
行
な
い
な
が

ら
剥
片
を
剥
離
す
る
Ｈ
類
に
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
石
核
は
十
郎
川
遺
跡
・
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
で
は
み
ら
れ
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
遺
跡
の
石
核
の
大
部
分
は
目
的
的
な
剥
片
が
こ
れ
以
上
剥
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
で

あ
ら
ゆ
る
方
法
で
剥
離
を
行
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
残
核
の
状
況
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
剥
片
は
、
縦
に
長
い
剥
片
と
横
に
長
い
剥
片
と
に
大
別
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
剥
片
は
共
に
、

そ
の
長
さ
や
幅
に
つ
い
て
、
一
定
の
数
値
を
抽
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
形
状
は
不
ぞ
ろ
い
で
あ
る
。
強
い
て
求
め
る
と
、

長
さ
が
三
セ
ン
チ
前
後
で
幅
が
ニ
セ
ン
チ
か
ら
三
セ
ン
チ
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
剥
片
の
幅
と
石
核
の
最
終
剥
離
面
を



比
較
し
た
時
、
や
は
り
大
き
な
差
が
み
ら
れ
、
当
遺
跡
で
も
先
の
諸
遺
跡
と
同
様
、
限
ら
れ
た
大
き
さ
の
黒
曜
石
か
ら
多
量
の
剥

片
を
剥
離
し
、
そ
れ
ら
の
剥
片
の
中
か
ら
適
当
な
大
き
さ
の
も
の
を
選
ん
で
剥
片
石
器
に
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

多
量
の
剥
片
石
器
お
よ
び
剥
片
の
中
に
、
鈴
桶
型
の
縦
長
剥
片
剥
離
技
術
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
縦
長
剥
片
を
み
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
も
先
の
諸
遺
跡
と
同
じ
で
あ
る
。

　
1
0
　
朝
日
山
遺
跡
（
長
崎
県
南
高
来
郡
小
浜
町
）

　
島
原
半
島
の
西
側
、
千
々
石
湾
の
小
浜
海
岸
を
見
お
ろ
す
標
高
四
〇
～
四
五
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
の
尾
根
上
に
占
地
す
る
朝
日
山

遺
跡
は
、
晩
期
後
半
の
遺
跡
で
あ
り
、
多
量
の
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
発
掘
で
三
〇
一
点
、
表
採
で
一
四
八
点
の
石

器
類
が
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
第
1
4
図
）

　
土
器
は
粗
製
土
器
と
黒
色
磨
研
土
器
と
が
あ
り
、
粗
製
土
器
に
は
、
刻
目
突
帯
を
も
つ
も
の
や
、
組
織
痕
の
あ
る
土
器
が
み
ら

れ
る
。
石
器
の
種
類
で
は
、
使
用
痕
の
あ
る
剥
片
が
も
っ
と
も
多
く
七
二
点
、
次
は
打
製
お
よ
び
磨
製
の
石
斧
類
が
四
一
点
、
石

鏃
は
二
四
点
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
掻
器
・
削
器
・
石
鏃
・
敲
石
・
磨
石
・
砥
石
・
石
錘
な
ど
、
そ
れ
に
石
剣
と
考
え
ら
れ
る
も
の

が
出
土
し
て
い
る
。
剥
片
・
砕
片
は
二
八
四
点
あ
る
が
、
石
核
は
四
点
の
み
で
あ
る
。

　
当
遺
跡
出
土
の
石
器
の
特
徴
は
石
斧
類
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
斧
類
四
一
点
の
う
ち
そ
の
半
数
以
上
は
扁
平

打
製
石
斧
で
あ
り
、
ま
た
磨
製
石
斧
の
中
に
、
柱
状
片
刃
石
斧
や
扁
平
片
刃
石
斧
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
柱
状
片
刃
石
斧

は
、
十
郎
川
遺
跡
出
土
の
柱
状
片
刃
石
斧
ほ
ど
厚
味
が
な
く
、
ま
た
胴
部
に
扶
入
部
も
有
し
て
い
な
い
が
、
縄
文
時
代
の
磨
製
石

斧
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
磨
製
石
剣
の
破
片
と
考
え
ら
れ
る
石
器
の
出
土
と
考
え
合
わ
せ
る
時
、
こ
の
一
点
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の
柱
状
片
刃
石
斧
は
大
陸
系
の
磨
製
石
器
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
扁
平
片
刃
の
磨
製
石
斧
に
つ
い
て
も
そ
の
可
能
性
が
残
さ

れ
て
い
る
。
島
原
半
島
地
域
で
の
縄
文
晩
期
の
い
つ
の
時
期
に
、
明
確
な
大
陸
系
の
磨
製
石
器
が
出
現
す
る
か
は
大
い
に
興
味
の

あ
る
問
題
で
あ
る
。
福
岡
・
早
良
平
野
や
唐
津
平
野
と
の
対
比
を
行
な
う
際
、
特
に
重
要
視
さ
れ
よ
う
。

　
1
1
　
宮
の
本
遺
跡
（
長
崎
県
佐
世
保
市
高
島
町
）

　
西
海
国
立
公
園
九
十
九
島
の
一
つ
で
あ
る
高
島
の
標
高
四
～
五
メ
ー
ト
ル
の
砂
丘
上
に
位
置
す
る
遺
跡
で
あ
る
。
遺
跡
の
西
区

に
縄
文
晩
期
後
半
の
包
含
層
が
み
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
晩
期
の
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
（
第
1
5
図
）

　
当
遺
跡
の
石
器
と
し
て
、
扁
平
打
製
石
斧
一
五
点
を
は
じ
め
と
し
て
、
石
庖
丁
形
石
器
・
削
器
・
磨
製
石
斧
・
尖
頭
状
疎
器
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

砥
石
・
石
錘
・
石
鏃
そ
れ
に
石
鏃
九
点
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
ほ
か
に
、
時
期
に
つ
い
て
や
や
明
確
さ
を
欠
く
も
の
と
し
て
、
　
　
1
3
4

石
剣
の
一
部
分
が
あ
る
。
黒
曜
石
製
の
剥
片
や
石
核
は
出
土
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ヽ
ま
た
ヽ
剥
片
石
器
も
少
な
い
゜
　
　
　
　
　
　
一

　
当
遺
跡
の
石
器
を
特
徴
づ
け
る
は
扁
平
打
製
石
斧
と
石
庖
丁
形
石
器
で
あ
ろ
う
。
扁
平
打
製
石
斧
は
玄
武
岩
を
主
と
し
て
用
い

て
お
り
、
大
き
さ
は
一
七
～
一
〇
セ
ン
チ
と
長
さ
に
開
き
か
お
る
も
の
の
、
幅
は
五
～
六
セ
ン
チ
と
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
る
。
石

庖
丁
形
石
器
は
ハ
点
で
、
玄
武
岩
製
の
大
形
の
横
長
剥
片
を
素
材
に
用
い
、
半
月
形
も
し
く
は
短
冊
形
を
呈
す
る
。

　
以
上
、
西
北
九
州
地
域
の
海
岸
部
沿
い
に
立
地
す
る
縄
文
時
代
晩
期
の
主
要
な
遺
跡
に
つ
い
て
、
特
に
石
器
組
成
と
剥
片
石
器

の
素
材
で
あ
る
剥
片
・
石
核
の
あ
り
方
を
み
て
き
た
。

　
こ
こ
に
あ
げ
た
晩
期
の
一
一
遺
跡
は
、
地
理
的
に
は
福
岡
・
佐
賀
そ
れ
に
長
崎
の
地
域
の
海
岸
沿
い
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
、

北
九
州
の
長
行
、
福
岡
平
野
か
ら
唐
津
平
野
に
か
け
て
の
諸
岡
・
有
田
七
田
前
・
十
郎
川
・
広
田
・
宇
木
沢
田
・
菜
畑
の
諸
遺
跡
、



縄文晩期の石器

血
づ
ぬ
ー
ノ
孟
９

　
　
－
Ｉ
Ｉ
一
　
　
　
　
　
１
‾
１
１
ｊ
．
'
)

ｎ
乙

０
！　　　　！
●　　　　●Ｉ　　　　¶け

己⊃７

Ｑ
ｊ

Cm０　　　　　　　５
-

８

（
目
白
□
ｖ

　　　　　　第15図　宮の本遺跡出土の石器〔註12より〕

１・２扁平打製石斧，３磨製石斧，４・５石鏃，６石鏃，７石剣，

８石庖丁形石器，９用器

－135



そ
れ
に
西
九
州
の
宮
の
本
・
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
・
黒
丸
・
朝
日
山
の
諸
遺
跡
の
三
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
考
え
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
時

期
的
に
は
、
広
田
遺
跡
の
み
が
後
期
末
あ
る
い
は
晩
期
初
頭
で
あ
る
が
、
そ
の
外
は
い
ず
れ
も
後
期
後
半
か
ら
末
葉
と
し
て
一
括

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
考
慮
し
な
が
ら
、
縄
文
晩
期
に
お
け
る
剥
片
剥
離
技
術
・
石
器
組
成
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、

若
干
の
予
察
を
行
な
っ
て
ま
と
め
に
か
え
た
い
。

三
、
晩
期
の
石
器

　
―
　
晩
期
の
剥
片
剥
離
技
術

　
縄
文
時
代
の
晩
期
を
通
じ
て
、
打
製
石
鏃
を
は
じ
め
と
す
る
黒
曜
石
製
の
剥
片
石
器
が
存
在
す
る
こ
と
は
先
に
み
て
き
た
通
り

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
剥
片
石
器
の
素
材
と
な
る
剥
片
お
よ
び
石
核
に
つ
い
て
は
、
西
北
九
州
の
縄
文
後
期
に
盛
行
す
る
「
鈴
桶
型

縦
長
剥
片
剥
離
技
術
」
と
異
な
る
剥
片
剥
離
技
術
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
せ
い
ぜ
い
四
～
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
の
黒
曜

石
の
原
石
を
母
岩
に
用
い
て
、
そ
れ
ら
か
ら
剥
離
し
た
多
量
の
剥
片
の
中
か
ら
、
剥
片
石
器
の
素
材
に
ふ
さ
わ
し
い
大
き
さ
、
形

の
も
の
を
選
択
し
て
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
的
な
剥
片
を
剥
離
す
る
技
術
に
つ
い
て
は
、
石
核
に
み
ら
れ
る
打
面

の
設
定
位
置
や
剥
離
の
方
向
、
さ
ら
に
剥
離
間
の
状
況
な
ど
か
ら
三
～
同
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
あ
る
程
度
の
規

則
性
を
抽
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
原
石
の
形
や
大
き
さ
な
ど
に
、
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
、
実
際
、
三
～
四
類
と
大
別
し
た
分
類
の
ど
れ
に
も
該
当
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
石
核
が
多
数
存
在
す
る
の
で
あ

136
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る
。
石
核
か
ら
剥
離
さ
れ
た
剥
片
に
つ
い
て
も
、
剥
片
の
数
に
比
べ
て
著
し
く
石
器
の
数
が
少
な
い
こ
と
や
、
剥
片
を
区
分
す
る

と
き
の
基
本
と
な
る
「
縦
長
剥
片
」
や
「
横
長
剥
片
」
と
い
う
分
類
す
ら
困
難
な
こ
と
が
、
晩
期
の
剥
片
剥
離
技
術
の
特
徴
を
端

的
に
示
め
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
剥
片
の
幅
と
石
核
に
残
さ
れ
た
最
終
剥
路
面
の
幅
と
を
比
較
し
た
時
、
大
半
の
も
の
に
は
幅
に

大
き
な
開
き
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
母
岩
の
大
き
さ
や
形
に
よ
る
い
く
通
り
か
の
剥
離
方
法
に
従
い
な

が
ら
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
剥
片
の
剥
離
作
業
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
剥
離
さ
れ
た
剥
片
の
中
か
ら
一
部
の
大
き
な
剥
片
を
選
択
し
て

用
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
剥
片
剥
離
技
術
は
、
後
期
末
あ
る
い
は
晩
期
初
頭
の
広
田
遺
跡
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
晩
期
終
末
の
十
郎
川
遺

跡
で
も
明
確
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
晩
期
の
初
頭
か
ら
終
末
の
時
期
ま
で
普
遍
的
に
存
在
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
そ
こ
で
、

西
北
九
州
の
縄
文
後
期
に
盛
行
す
る
鈴
桶
型
剥
片
剥
離
技
術
に
対
し
て
、
晩
期
の
こ
の
剥
片
剥
離
技
術
を
、
好
資
料
が
多
量
に
出

土
し
て
い
る
十
郎
川
遺
跡
に
代
表
さ
せ
・
て
「
十
郎
川
型
剥
片
剥
離
技
術
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　
２
　
晩
期
の
石
器
組
成

　
一
遺
跡
に
お
け
る
石
器
組
成
を
考
え
る
時
、
遺
物
の
出
土
点
数
と
同
様
に
、
そ
の
遺
跡
の
発
掘
面
積
や
遺
跡
の
広
が
り
が
予
想

さ
れ
る
範
囲
を
売
捌
し
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
特
に
石
器
組
成
の
場
合
で
は
遺
跡
に
お
け
る

場
の
機
能
と
石
器
の
種
類
の
関
連
か
お
り
、
ま
た
あ
る
地
域
の
あ
る
時
期
に
お
け
る
本
来
の
石
器
の
種
類
が
一
遺
跡
に
す
べ
て
揃
っ

て
い
る
と
い
う
保
障
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
出
土
し
た
石
器
の
種
類
と
そ
の
数
量
だ
け
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
そ
の

遺
跡
の
性
格
や
生
産
活
動
の
あ
り
方
を
決
定
ず
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
当
然
あ
り
え
よ
う
。
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縄
文
時
代
晩
期
は
一
万
年
近
く
継
続
し
た
縄
文
文
化
の
最
終
的
な
時
間
的
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
と
共
に
、
い
っ
ぼ
う
で
は
、

次
の
新
ら
し
い
弥
生
文
化
に
移
行
す
る
直
前
で
あ
る
前
段
階
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
石
器
組
成
の

上
で
晩
期
と
い
う
あ
る
一
定
の
時
間
的
な
幅
の
中
だ
け
で
も
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
縄
文
文
化
の
最
後
の
姿
を
と

ど
め
、
か
つ
新
文
化
を
摂
取
す
る
と
い
う
状
況
を
目
前
に
控
か
え
て
い
る
時
期
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
的
な
こ
と
と
同
じ
く
ら
い

の
比
重
で
、
自
然
地
理
的
環
境
が
加
味
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
石
器
組
成
の
あ
り
方
に
も
時
間
的
・
空
間
的
な
要
素
が
多
分

に
関
係
し
、
特
に
縄
文
晩
期
は
、
縄
文
文
化
と
弥
生
文
化
の
過
渡
的
な
位
置
に
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
傾
向
は
強
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
複
雑
な
諸
条
件
が
常
に
つ
き
ま
と
う
だ
け
に
、
晩
期
の
石
器
研
究
は
で
き
る
だ
け
短
期
間
限
定
さ
れ
た
晩
期
で
の
時
間

的
位
置
づ
け
や
、
地
理
的
環
境
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
本
来
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
こ
こ
で
は
、
先

に
挙
げ
た
遺
跡
か
ら
大
ま
か
な
石
器
組
成
の
傾
向
を
み
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
晩
期
前
半
の
時
期
で
の
好
資
料
を
欠
い
て
い
る
が
、
初
頭
の
広
田
遺
跡
に
よ
る
限
り
、
縄
文
時
代
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
石
器

が
す
べ
て
揃
っ
て
お
り
、
各
種
の
剥
片
石
器
・
疎
核
石
器
・
疎
塊
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
扁
平
打
製
石
斧
の
存
在

が
一
つ
の
特
徴
と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
遺
跡
で
は
、
絵
柄
型
縦
長
剥
片
剥
離
技
術
に
よ
る
と
判
断
で
き
る
縦
長
剥
片
素
材
の

剥
片
石
器
が
石
器
組
成
中
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
以
後
の
遺
跡
で
の
石
器
組
成
中
に
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
だ
け
に
注
目
さ
れ
る
。

　
晩
期
後
半
か
ら
終
末
に
か
け
て
の
時
期
で
は
、
北
九
州
の
長
行
遺
跡
、
長
崎
県
の
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
・
黒
丸
・
朝
日
山
・
宮
の
本

の
諸
遺
跡
で
扁
平
打
製
石
斧
が
、
石
器
組
成
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
良
行
遺
跡
以
外
で
は
、
石
鏃
な
ど
の
剥

片
石
器
も
同
様
に
存
在
し
て
い
る
。
扁
平
打
製
石
斧
の
存
在
を
の
ぞ
く
と
、
基
本
的
に
は
縄
文
時
代
に
お
け
る
石
器
の
普
遍
的
な

あ
り
方
と
大
き
な
違
い
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
朝
日
山
・
宮
ノ
本
の
両
遺
跡
で
、
大
陸
系
磨
製
石
器
の
存
在
を
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縄文晩期の石器

示
唆
す
る
資
料
が
み
ら
れ
る
。
唐
津
市
の
菜
畑
遺
跡
は
晩
期
後
半
か
ら
終
末
ま
で
の
時
期
で
あ
り
、
先
の
五
遺
跡
と
時
間
的
に
重

な
る
期
間
を
特
っ
て
い
な
が
ら
、
石
器
組
成
の
上
で
異
な
る
点
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
各
種
の
大
陸
系
磨
製
石
器
が
存
在
す

る
こ
と
、
逆
に
扁
平
打
製
石
斧
が
石
器
組
成
中
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
、
打
製
石
鏃
・
石
匙
・
掻
器
・
削

器
・
石
斧
な
ど
、
縄
文
文
化
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
縄
文
系
の
石
器
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
剥
片
石
器
の
素
材
と

な
っ
た
剥
片
や
石
核
は
出
土
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
剥
片
石
器
は
全
て
の
石
器
の
五
割
以
上
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

菜
畑
遺
跡
の
石
器
組
成
の
特
徴
は
、
ま
さ
に
縄
文
系
の
石
器
と
大
陸
系
の
石
器
が
共
に
完
全
な
姿
で
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。

　
晩
期
終
末
の
時
期
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
福
岡
平
野
・
早
良
平
野
の
十
郎
川
・
有
田
七
田
前
・
諸
岡
Ｆ
、
そ
れ
に
唐
津
平
野
の
宇
　
　
一

木
汲
田
の
諸
遺
跡
は
、
菜
畑
遺
跡
と
ほ
ぼ
同
様
な
石
器
組
成
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
扁
平
打
製
石
斧
の
明
確
な
も
の
が
な
く
、
　
　
1
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

逆
に
、
数
量
や
種
類
の
上
で
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
大
陸
系
磨
製
石
斧
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
縄
文
系
の
石
器
に

つ
い
て
は
、
石
鏃
や
掻
器
・
削
器
な
ど
の
剥
片
石
器
や
石
斧
な
ど
の
倅
核
石
器
も
存
在
し
て
い
る
が
、
菜
畑
遺
跡
や
、
晩
期
以
前

の
遺
跡
に
比
較
す
る
と
全
体
的
に
質
・
量
と
も
に
貧
弱
な
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
福
岡
・
早
良
平
野
で
の
晩
期
終

末
に
お
け
る
普
遍
的
な
状
況
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
は
、
十
郎
川
遺
跡
の
よ
う
な
剥
片
石
器
の
あ
り
方
が
存
在
す

る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
究
明
し
た
上
で
結
論
を
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
縄
文
晩
期
終
末
の
石
器
組
成
で
、
一
つ

の
傾
向
と
し
て
、
福
岡
・
早
良
平
野
や
唐
津
平
野
の
遺
跡
で
は
、
扁
平
打
製
石
斧
が
石
器
組
成
中
に
含
ま
れ
ず
、
逆
に
、
大
陸
系

磨
製
石
器
が
入
る
と
い
う
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
十
郎
川
・
有
田
七
田
前
・
諸
岡
Ｆ
・
宇
木
汲
田
・
菜
畑
の
諸
遺
跡
と
そ
れ

以
外
の
遺
跡
で
の
石
器
組
成
の
相
異
点
の
原
因
が
、
時
間
的
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
地
域
的
な
も
の
に
よ
り
大
き
な
要
素
が



求
め
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
者
に
よ
る
も
の
か
な
ど
、
さ
ら
に
具
体
的
な
よ
り
多
く
の
資
料
を
通
じ
て
追
究
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　
引
用
文
献

註
（
―
）

橘
昌
信
「
縦
長
剥
片
－
西
北
九
州
に
お
け
る
縄
文
時
代
の
石
器

研
究
一
－
」
『
史
学
論
叢
九
』
昭
和
五
三
年
　
　
「
石
鈷
」
『
同

一
〇
』
昭
和
五
四
年
　
　
「
石
匙
」
『
同
一
　
こ
昭
和
五
五
年
　
　
（
７
）

「
折
断
剥
片
と
サ
イ
ド
ブ
レ
イ
ド
」
『
同
一
二
』
昭
和
五
六
年

　
　
　
　
「
彫
器
」
『
同
一
三
』
昭
和
五
七
年

（
２
）
　
古
岡
完
祐
・
他
ヱ
ー
郎
川
－
福
岡
市
早
良
平
野
石
丸
・
古
川
遺

　
　
　
跡
１
」
　
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
　
昭
和
五
七
年

　
　
　
橘
昌
信
　
こ
Ｂ
区
域
の
調
査
②
出
土
遺
物
Ｂ
石
器
」

（
６
）
　
沢
皇
臣
「
諸
岡
遺
跡
Ｆ
区
」
『
板
付
局
辺
遺
跡
調
査
報
告
書
（
３
）
』

　
　
　
　
『
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
六
集
』
福
岡
市
教
育

　
　
　
委
員
会
　
昭
和
五
一
年

賀
川
光
夫
「
宇
木
汲
田
遺
跡
・
石
器
」
『
末
廬
国
』
唐
津
湾
周
辺

遺
跡
調
査
委
員
会
　
昭
和
五
七
年

（
８
）
　
中
島
直
幸
・
田
島
龍
太
・
他
「
菜
畑
」
『
唐
津
市
文
化
財
調
査
報

　
　
　
告
書
第
五
葉
』
唐
津
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
七
年

（
９
）
　
高
野
晋
司
・
副
島
和
明
・
他
「
ケ
イ
マ
ン
ゴ
ー
遺
跡
」
『
長
崎
県

　
　
　
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
二
葉
』
　
昭
和
五
五
年

（
３
）
　
小
地
史
哲
「
広
田
遺
跡
○
区
」
『
二
丈
・
浜
玉
道
路
関
係
埋
蔵
文
　
　
（
1
0
）

　
　
　
化
財
調
査
報
告
』
福
岡
県
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
五
年

（
４
）
　
山
口
信
義
「
縄
文
時
代
の
遺
構
遺
物
」
『
良
行
遺
跡
』
『
北
九
州
　
　
［
い
‥
‥
］
）

　
　
　
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
〇
集
』
北
九
州
教
育
文
化
事

　
　
　
業
団
　
昭
和
五
八
年

（
５
）
　
山
崎
純
男
・
山
口
譲
治
「
有
田
七
田
前
遺
跡
」
『
福
岡
市
埋
蔵
文

　
　
　
化
財
調
査
報
告
書
第
九
五
集
』
福
岡
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
五

　
　
　
八
年

心
12

－

稲
富
裕
和
・
他
「
黒
丸
遺
跡
」
大
村
市
黒
丸
遺
跡
調
査
会
　
昭

和
五
五
年

高
野
曹
司
「
朝
日
山
遺
跡
・
石
器
」
『
小
浜
町
文
化
財
調
査
報
告

書
第
一
集
』
長
崎
県
小
浜
町
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
六
年

久
村
貞
男
・
他
「
宮
の
本
遺
跡
」
『
佐
世
保
市
埋
蔵
文
化
財
調
査

報
告
書
』
佐
世
保
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
五
年

挿
図
の
第
２
図
か
ら
第
1
2
図
は
、
註
（
２
）
～
（
1
2
）
の
各
文
献
か
ら
一
部

を
抽
出
し
て
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
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